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東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　

第
四
十
九
号
　

二
〇
一
七
年
十
二
月

一
．
は
じ
め
に

二
．
千
引
石
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
物
語

三
．
千
引
石
と
「
つ
ぼ
の
石
ふ
み
」

四
．
登
天
石
と
渡
天
石

五
．
忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
自
然
石
に
ま
つ
わ
る
伝
説

六
．
お
わ
り
に

一
．
は
じ
め
に

　

自
然
の
石
に
関
す
る
伝
承
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
こ
れ
は
遠
く
か
ら
も
見

え
る
巨
岩
や
岩
壁
の
よ
う
な
大
き
な
も
の
で
は
な
く
、「
な
ぜ
こ
ん
な
石
が
？
」

と
思
わ
れ
る
大
き
め
な
だ
け
で
何
の
特
色
も
な
い
石
が
伝
説
に
よ
っ
て
特
別
な

扱
い
を
受
け
信
仰
の
対
象
に
な
る
例
で
あ
る
。

　

全
く
個
人
的
な
追
憶
で
恐
縮
だ
が
は
じ
め
て
の
考
古
学
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
貝

塚
を
発
掘
し
た
時
、
貝
層
に
達
す
る
前
の
表
土
中
か
ら
数
個
の
自
然
石
が
出
土

し
た
。
加
工
痕
は
な
く
遺
跡
に
も
遺
構
に
も
関
係
な
い
石
だ
と
何
気
な
く
取
り

除
こ
う
と
し
て
、
ご
指
導
の
故
加
藤
孝
本
学
教
授
（
当
時
は
助
教
授
）
か
ら
「
な

ぜ
そ
の
石
が
そ
こ
に
あ
る
の
か
。
人
工
を
加
え
ら
れ
て
い
な
い
石
で
も
こ
の
辺

に
あ
る
石
で
は
な
い
。
自
然
物
で
も
尋
常
な
ら
ざ
る
物
は
す
べ
て
遺
跡
と
の
関

係
を
十
分
観
察
し
て
か
ら
除
去
す
る
よ
う
に
」
と
い
う
ご
指
示
を
受
け
た
。

　

そ
の
石
は
後
世
に
運
び
込
ま
れ
た
自
然
石
と
し
て
除
去
さ
れ
た
が
、
そ
の
後

は
遺
跡
内
部
の
大
き
め
の
石
は
注
意
し
て
取
り
扱
う
様
に
な
っ
た
。
実
際
竪
穴

住
居
の
炉
の
周
縁
に
置
か
れ
た
石
、
竪
穴
内
の
立
石
な
ど
加
工
痕
の
な
い
石
に

そ
の
後
出
会
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

そ
の
た
め
石
造
文
化
財
の
調
査
な
ど
で
遺
跡
の
中
心
や
背
後
に
自
然
石
や
地

山
の
岩
石
の
露
頭
を
見
た
時
に
も
、
加
工
さ
れ
て
い
な
く
て
も
尋
常
な
ら
ざ
る

岩
石
は
何
か
の
信
仰
に
係
る
も
の
で
は
と
意
識
し
て
見
る
よ
う
に
な
っ
た
。
仏

教
考
古
学
で
も
古
代
の
観
音
の
霊
場
は
山
中
の
巨
岩
露
出
地
に
多
い
こ
と
は
古

く
か
ら
注
意
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
と
同
様
に
尋
常
な
ら
ざ
る
巨
石
以
外
に
も
、
社
寺
の
境
内
な
ど
に
「
な

ぜ
こ
の
石
が
」
と
思
う
よ
う
な
普
通
の
大
き
め
の
自
然
石
に
柵
が
め
ぐ
ら
さ
れ

祭
壇
が
し
つ
ら
え
ら
れ
て
説
明
板
が
建
て
ら
れ
て
い
る
例
に
も
出
会
う
こ
と
が

あ
っ
た
。
更
に
興
味
深
い
こ
と
に
は
肝
心
の
石
が
す
で
に
行
方
不
明
な
の
に
そ

の
石
に
ま
つ
わ
る
伝
説
だ
け
が
独
り
歩
き
し
、
民
話
伝
説
ど
こ
ろ
か
古
代
、
中

千
引
石
と
登
天
石
　
　

忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
石
の
伝
承
に
つ
い
て
　
　

野
　

﨑
　
　
　

準
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千
引
石
と
登
天
石
　
　

忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
石
の
伝
承
に
つ
い
て
　
　

世
の
歌
論
、
物
語
、
謡
曲
に
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
。
こ

れ
ら
は
考
古
学
で
は
も
ち
ろ
ん
民
俗
学
や
国
文
学
で
も
ま
と
も
に
扱
わ
れ
て
お

ら
ず
、
語
り
伝
え
が
消
え
て
し
ま
え
ば
永
久
に
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う

と
、
細
々
集
め
て
い
た
資
料
の
中
か
ら
、
み
ち
の
く
の
歌
枕
に
関
係
の
あ
る
「
千

引
石
」
と
、「
失
礼
な
が
ら
な
ぜ
こ
ん
な
石
が
？
」
と
思
わ
れ
る
一
例
と
し
て

の
「
登
天
石
」
を
取
り
上
げ
て
資
料
を
集
め
て
み
た
。

　

故
大
場
磐
雄
博
士
は
神
道
考
古
学
の
入
門
書
『
ま
つ
り
』
（
註
一
）
に
「
石

の
神
」
の
章
を
設
け
ら
れ
、
石
崇
拝
の
例
と
し
て

　

（
霊
の
あ
る
岩
は
）
わ
が
国
の
古
典
で
は
そ
の
形
態
や
信
仰
の
上
か
ら
石

神
・
磐
座
・
磐
境
な
ど
と
よ
ん
で
区
別
し
て
お
り
、
ま
た
民
俗
学
上
か
ら
よ
ば

れ
る
も
の
に
は
夫
婦
石
・
姥
石
・
鬼
石
・
影
向
石
・
手
形
石
、
・
馬
蹄
石
・
疣

石
・
要
石
・
鏡
石
・
腰
掛
石
…
等
数
え
上
げ
た
ら
き
り
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る

　

と
書
か
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
こ
の
「
き
り
が
な
い
」

と
省
略
さ
れ
た
部
門
に
属
す
る
も
の
で
、
考
古
学
・
民
俗
学
・
石
造
文
化
財
研

究
の
隙
間
の
分
野
で
あ
る
。
御
専
門
の
先
生
方
に
は
礼
を
失
す
る
が
、
今
や
忘

れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
分
野
の
報
告
で
も
あ
る
の
で
ご
寛
恕
を
お
願
い
す
る
次
第
で

あ
る
。

（
註
一
）
大
場
磐
雄
『
ま
つ
り
　
　

考
古
学
が
探
る
日
本
古
代
の
祭
』
学
生
社
　

昭
和
四

二
年

二
．
千
引
石
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
物
語

　

日
本
神
話
に
は
「
千
引
石
」
と
い
う
石
が
登
場
す
る
。
こ
れ
は
『
古
事
記
』

『
日
本
書
紀
』
の
神
代
巻
に
見
ら
れ
、『
古
事
記
』
で
は
伊
邪
那
岐
命
が
黄
泉

国
か
ら
戻
り
、
黄
泉
比
良
坂
で
追
っ
て
き
た
伊
邪
那
美
命
を
「
爾
千
引
石
引
塞

其
黄
泉
比
良
坂
」
と
巨
石
を
以
て
塞
ぎ
、
問
答
を
す
る
場
面
に
登
場
す
る
。
こ

の
石
は
諸
書
の
注
釈
に
「
千
人
も
か
か
っ
て
引
く
ほ
ど
の
大
き
な
石
」
と
さ
れ
、

黄
泉
の
軍
な
ど
の
異
界
の
悪
霊
の
現
世
へ
の
侵
入
を
防
ぐ
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。『
日
本
書
紀
』
で
は
「
千
人
所
引
盤
石
」「
盤
石
是
謂
泉
門
石
」
と
あ
る
。

　

『
万
葉
集
』
巻
四
の
七
四
三
「
大
伴
家
持
、
坂
上
大
嬢
に
贈
れ
る
歌
十
五
首
」

の
一
つ
に

吾
戀
者
　

千
引
乃
石
乎
　

七
許
　

頸
二
将
繋
母
　

神
之
諸
伏
　

わ
が
恋
は
千
引
の
石
を
七
ば
か
り
　

首
に
懸
け
む
も
神
の
諸
伏
（
も
ろ
ふ
し
）

（
佐
々
木
信
綱
氏
注
釈
に
よ
る
、
最
後
を
「
神
の
ま
に
ま
に
」
と
読
む
説
も
あ

る
）

と
、
恋
の
重
荷
は
千
引
の
石
の
更
に
七
倍
で
あ
る
と
歌
っ
て
い
る
（
註
二
）。

　

こ
の
石
は
想
像
上
の
も
の
か
、
天
の
岩
戸
の
扉
石
の
よ
う
に
全
国
各
地
に

「
こ
の
石
の
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
「
ご
当
地
」
を
主
張
す
る
例
が
あ
る
の
か
は

不
明
で
あ
る
が
、
巨
石
を
千
引
、
あ
る
い
は
千
曳
と
称
す
る
例
は
島
根
県
（
出

雲
町
）
な
ど
に
あ
り
、
京
都
の
近
く
に
も
例
が
あ
る
。
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東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　

第
四
十
九
号
　

二
〇
一
七
年
十
二
月

　

京
都
の
名
所
案
内
『
京
羽
二
重
織
留
』（
註
三
）
に
現
在
の
京
都
市
の
南
、

宇
治
市
に
近
い
日
野
に
鴨
長
明
の
方
丈
の
跡
地
あ
り
、
と
し
て
、

「
方
丈
石
。
日
野
の
外
山
に
あ
り
。
伝
云
此
所
鴨
長
明
方
丈
の
室
あ
り
し
所
な

り
。
今
大
き
な
石
あ
り
、
其
お
も
て
平
に
し
て
方
丈
余
あ
り
。
此
辺
の
者
は
千

引
の
石
と
云
。
此
石
に
の
ぼ
る
と
西
南
一
望
の
中
に
あ
り
て
絶
景
の
地
な
り
。

　

こ
の
「
千
引
の
石
」
は
『
名
所
都
鳥
』
、
『
都
名
所
図
会
』
『
山
城
名
勝
志
』

な
ど
に
も
「
千
人
石
」「
其
上
平
に
し
て
数
十
人
を
座
す
」
な
ど
と
書
か
れ
て

い
る
。

　

鴨
長
明
『
方
丈
記
』
に
は
著
者
の
自
作
し
た
解
体
・
組
み
立
て
容
易
な
小
庵

が
記
載
さ
れ
、
ゆ
か
り
の
下
賀
茂
神
社
境
内
の
河
合
神
社
に
は
推
定
復
元
し
た

方
丈
が
屋
外
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
住
ま
い
は
方
一
丈
（
約
三
メ
ー
ト
ル
）
あ

れ
ば
足
り
る
。
と
製
作
し
、
場
所
が
気
に
入
ら
な
い
と
す
ぐ
解
体
し
て
移
住
し

た
、
と
い
う
草
庵
が
不
動
不
変
の
象
徴
の
よ
う
な
巨
岩
の
そ
ば
に
あ
っ
た
と
い

う
の
が
都
人
の
興
味
を
そ
そ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
方
三
メ
ー
ト
ル
程
度

も
あ
れ
ば
「
千
引
の
石
」
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
の
も
興
味
深
い
。

　

さ
て
、
次
は
中
世
の
「
千
引
の
石
」
の
話
で
あ
る
。『
室
町
時
代
物
語
大
成
』

第
九
に
「
つ
ぼ
の
碑
」
と
い
う
絵
巻
物
に
な
っ
た
物
語
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
註

四
）。

　

物
語
番
号
は
二
八
〇
、
天
理
図
書
館
所
蔵
で
二
軸
の
絵
巻
物
で
あ
る
と
さ

れ
、
図
版
は
な
く
詞
書
の
み
活
字
化
し
て
い
る
。
制
作
年
代
に
は
ふ
れ
て
い
な

い
。

　

物
語
の
大
要
は

「
奈
良
の
帝
の
世
に
陸
奥
の
国
け
ふ
の
郡
（
野
﨑
註

：

歌
枕
「
け
ふ
の
せ
ば
布
」

に
因
む
架
空
の
地
名
だ
が
国
府
の
近
く
な
の
で
宮
城
郡
の
こ
と
か
）
に
お
も
て

四
、
五
丈
の
大
岩
が
あ
っ
た
。
坂
上
田
村
麻
呂
が
悪
路
王
を
退
治
し
た
時
に
『
日

本
中
央
』
と
矢
尻
で
彫
っ
た
石
で
あ
る
。

　

長
い
間
近
隣
の
住
民
に
崇
め
ら
れ
て
い
た
た
め
か
精
霊
が
宿
り
、
さ
ま
ざ
ま

な
妖
し
い
こ
と
が
起
き
た
。
そ
こ
で
国
の
守
護
、
甲
斐
の
某
は
こ
の
石
を
他
国

の
境
ま
で
引
き
動
か
し
、
千
々
に
砕
い
て
捨
て
よ
う
と
し
、
里
人
の
男
女
を
問

わ
ず
十
五
か
ら
六
十
ま
で
の
者
を
招
集
し
た
。

　

け
ふ
の
郡
に
一
人
の
女
が
い
た
。
両
親
に
死
別
さ
れ
一
人
暮
ら
し
だ
っ
た
が

あ
る
夜
美
し
い
男
が
通
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
三
年
が
経
過
し
て
い
た
。
守
護

の
命
令
で
女
も
石
引
き
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
恥
を
さ
ら
す
よ
り
逃
げ
出
そ

う
、
と
男
に
相
談
す
る
と
、
男
は

『
そ
れ
が
し
は
実
は
そ
の
石
の
精
魂
で
あ
る
。
木
石
心
な
し
と
は
い
え
時
を
経

て
は
精
魂
が
こ
も
る
こ
と
も
あ
る
。
明
日
あ
の
石
を
千
人
で
引
く
が
動
く
こ
と

は
な
い
、
し
か
し
お
前
が
引
け
ば
坂
を
車
の
下
る
よ
う
に
た
や
す
く
動
か
せ
る

よ
う
に
し
て
や
る
。
こ
れ
が
今
生
の
別
れ
だ
が
お
前
の
こ
と
は
四
世
に
わ
た
り

守
っ
て
や
る
』
と
言
っ
た
。

　

翌
日
里
の
人
々
千
人
が
こ
の
石
を
引
い
た
が
動
か
な
い
。
そ
こ
で
「
つ
ぼ
の

石
」
は
「
千
引
の
石
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
女
が
一
人
で
引

く
と
巨
石
は
坂
を
下
る
車
の
如
く
、
流
れ
に
棹
さ
す
船
よ
り
も
早
く
動
い
た
。
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千
引
石
と
登
天
石
　
　

忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
石
の
伝
承
に
つ
い
て
　
　

　

守
護
の
甲
斐
某
は
女
の
話
を
聞
い
て
感
動
し
所
領
と
宝
を
与
え
、
鍛
冶
番
匠

を
召
し
て
屋
敷
を
建
て
か
え
た
。
女
は
国
司
の
妻
と
な
り
幸
福
な
余
生
を
送
っ

た
。
心
を
正
直
に
持
て
ば
必
ず
果
報
が
あ
る
も
の
で
あ
る
」

　

石
の
精
が
正
直
な
女
性
を
助
け
た
、
と
い
う
物
語
で
、
同
じ
話
は
能
に
も
宝

生
流
の
『
千
曳
（
千
引
き
）
』
が
あ
っ
た
。
明
治
時
代
に
廃
曲
に
な
っ
た
た
め

現
代
の
謡
曲
集
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
デ
ジ
タ
ル

ア
ー
カ
イ
ブ
で
は
い
く
つ
か
の
謡
本
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
註
五
）。
内
容
、

登
場
人
物
は
こ
の
室
町
物
語
と
同
じ
で
、
娘
と
石
の
精
と
の
語
り
合
い
が
中
心

に
な
っ
て
い
る
。

　

能
に
は
冒
頭
「
陸
奥
の
壺
の
碑
を
知
行
つ
か
ま
つ
る
甲
斐
守
」
が
登
場
す
る

が
、
そ
の
後
は
「
千
引
き
の
石
」
と
い
う
巨
石
が
あ
る
と
続
き
、
相
互
の
関
係

は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
室
町
物
語
の
『
つ
ぼ
の
碑
』
に
は
千
人
で
石
を
引
い
た
が
動

か
な
か
っ
た
と
記
し
た
後
に
「
こ
の
千
人
が
と
り
つ
き
つ
つ
引
ゆ
へ
に
つ
ぼ
の

石
を
ば
千
引
の
石
と
は
申
な
り
」、
す
な
わ
ち
「
千
引
石
と
は
歌
枕
の
『
壺
の
碑
』

の
こ
と
だ
」
と
し
て
い
る
。

（
註
二
）
澤
瀉
久
孝
『
万
葉
集
注
釈
』
巻
四
　

中
央
公
論
社
　

昭
和
三
四
年
　

佐
佐
木
信

綱
「
新
訂
新
訓
　

万
葉
集
』
上
巻
　

岩
波
書
店
　

一
九
九
四
年
版

（
註
三
）『
京
羽
二
重
織
留
』
新
修
京
都
叢
書
　

第
二
巻
、
新
修
京
都
叢
書
刊
行
会
　

昭
和

四
四
年

（
註
四
）
横
山
　

重
・
松
本
隆
信
編
『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
第
九
、
角
川
書
店
、
昭
和

五
六
年

（
註
五
）
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
【
宝
生
流
謡
曲
】
本
一
一
「
千
引
き
」

な
ど

三
．
千
引
石
と
「
つ
ぼ
の
石
ふ
み
」

　

み
ち
の
く
の
歌
枕
の
内
、
実
物
が
不
明
で
古
来
論
争
の
種
と
な
っ
て
い
る
も

の
に
「
つ
ぼ
の
石
ふ
み
」
が
あ
る
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
古
く
平
安
時
代
末
の

『
袖
中
抄
』
に
（
註
六
）

い
し
ふ
み
　

　

い
し
ふ
み
や
　

け
ふ
の
せ
は
ぬ
の
は
つ
は
つ
に
　

逢
ひ
見
て
も
な
ほ
あ
か
ぬ

け
さ
か
な

顕
昭
云
、
い
し
ふ
み
と
は
陸
奥
の
お
く
に
つ
も
の
い
し
ふ
み
あ
り
。
日
本
の
東

の
は
て
と
い
へ
り
。
但
田
村
将
軍
征
夷
之
時
　

弓
の
は
ず
に
て
石
の
面
に
日
本

の
中
央
の
よ
し
を
書
付
た
れ
ば
石
文
と
云
ふ
と
云
へ
り
。

　

信
家
侍
従
の
申
し
し
は
石
の
面
長
さ
四
五
丈
許
な
る
に
文
を
ゑ
り
つ
け
た

り
。
其
所
を
ば
つ
ぼ
と
云
と
云
々
。
そ
れ
を
つ
も
と
は
云
な
り
。

　

私
云
　

み
ち
の
国
は
東
の
は
て
と
思
へ
ど
　

え
ぞ
の
島
々
は
多
く
千
島
と
も

云
は
陸
地
を
云
は
む
に
日
本
の
中
央
に
て
も
侍
る
に
こ
そ
。

　

本
書
に
は
「
し
ほ
が
ま
の
う
ら
」
を
筆
頭
に
「
と
ふ
の
す
が
こ
も
」
「
た
け

く
ま
の
松
」
「
す
ゑ
の
ま
つ
山
」
「
に
し
き
木
」
「
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
」
な
ど
み
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ち
の
く
の
歌
枕
多
数
も
論
じ
て
い
る
が
、
都
の
歌
よ
み
が
常
識
と
し
て
記
憶
す

べ
き
事
の
説
明
と
「
聞
き
書
き
」
で
あ
る
。
本
書
の
「
い
し
ふ
み
」
の
編
者
に

よ
る
解
説
は
「
青
森
県
上
北
郡
天
間
林
村
に
あ
っ
た
と
い
う
古
碑
、
ま
た
宮
城

県
多
賀
城
の
碑
と
も
」
と
し
、
江
戸
時
代
に
は
多
賀
城
の
碑
と
さ
れ
て
い
る
が

時
代
が
違
う
事
、
他
の
歌
論
書
に
は
『
八
雲
御
抄
』
に
名
前
が
見
え
る
の
み
、

と
し
て
い
る
。

　

江
戸
時
代
に
仙
台
藩
の
宮
城
郡
市
川
村
、
現
在
の
宮
城
県
多
賀
城
市
で
「
多

賀
城
碑
」
が
発
見
さ
れ
た
と
伝
わ
る
と
、
古
代
陸
奥
国
府
で
征
夷
の
拠
点
で

あ
っ
た
多
賀
城
の
所
在
地
で
も
あ
る
地
の
奈
良
時
代
の
石
碑
、
と
い
う
の
で
こ

れ
が
「
壺
の
碑
」
で
あ
ろ
う
と
考
証
さ
れ
た
【
図
版
一
】。
特
に
松
尾
芭
蕉
が
『
奥

の
細
道
』
で
碑
文
の
一
部
引
用
と
、
他
の
歌
枕
は
歳
月
の
経
過
に
よ
り
遺
跡
も

確
か
で
は
な
い
が
「
こ
こ
に
至
り
て
限
り
な
き
千
載
の
記
念
、
今
眼
前
に
古
人

の
心
を
閲
す
。
行
脚
の
一
徳
、
存
命
の
悦
び
、
羇
旅
の
労
を
忘
れ
泪
も
落
る
ば

か
り
な
り
」（
註
七
）
と
感
激
を
書
き
記
し
た
た
め
に
更
に
有
名
に
な
っ
た
。

　

た
だ
奈
良
時
代
の
石
碑
で
は
あ
る
が
歌
枕
の
「
つ
ぼ
の
石
ふ
み
」
は
平
安
時

代
初
期
の
坂
上
田
村
麻
呂
の
故
事
が
伝
わ
る
の
に
碑
文
は
そ
れ
よ
り
古
い
天
平

宝
字
六
年
（
七
六
二
）
で
時
代
が
違
う
、「
日
本
中
央
」
と
は
書
い
て
い
な
い
、

高
さ
は
六
尺
余
り
で
四
～
五
丈
（
約
十
二
～
十
五
メ
ー
ト
ル
）
で
は
な
い
、
と

議
論
が
百
出
し
、
重
文
指
定
の
時
は
「
多
賀
城
の
碑
、
歌
枕
の
つ
ぼ
の
碑
と
は

無
関
係
」
の
扱
い
と
な
っ
た
。

　

こ
の
碑
が
論
争
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
江
戸
時
代
に
さ
ら
に
北
、
当
時
の
南

部
領
に
も
「
つ
ぼ
」
の
地
名
が
あ
り
、
碑
の
伝
承
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。

天
明
年
間
に
奥
羽
松
前
巡
検
使
に
随
行
し
た
古
川
古
松
軒
の
『
東
遊
雑
記
』（
註

八
）
に
野
辺
地
の
近
く
、
津
軽
と
南
部
の
境
あ
た
り
に
「
千
引
明
神
」
が
あ
り
、

除
地
の
た
め
古
く
か
ら
の
巡
検
所
で
あ
る
、
と
し
て
神
主
の
山
伏
教
岩
坊
の
伝

え
と
し
て
、

「
北
か
ら
来
る
鬼
と
の
境
を
示
す
石
が
あ
り
、
鬼
が
埋
め
て
し
ま
っ
た
の
を

神
々
が
掘
り
返
し
て
坪
村
に
据
え
た
。
後
に
坂
上
田
村
丸
が
鬼
を
皆
殺
し
に
し

て
、
も
う
石
は
不
要
と
再
び
埋
め
た
所
が
こ
の
神
社
で
あ
る
。
そ
の
時
石
を
千

人
で
引
い
た
の
で
千
引
明
神
と
い
う
」

【図版一】多賀城の碑　昭和41年撮影
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千
引
石
と
登
天
石
　
　

忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
石
の
伝
承
に
つ
い
て
　
　

と
紹
介
し
て
い
る
。
そ
し
て
歌
枕
の
津
軽
の
奥
に
あ
る
と
い
う
「
つ
ぼ
の
石
ふ

み
」
は
こ
こ
の
事
で
、
仙
台
藩
宮
城
郡
市
川
村
の
碑
は
多
賀
城
の
門
前
の
「
坪
」

に
置
か
れ
た
「
つ
ぼ
の
碑
」
で
あ
る
、
と
考
証
、
後
に
仙
台
領
を
巡
検
し
た
折

に
も
多
賀
城
の
碑
で
同
様
の
考
察
を
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
伝
承
は
有
名
と
な
り
盛
岡
藩
の
『
御
邦
内
郷
村
誌
』
巻
五
（
註
九
）
に

〇
千
引
明
神
　

大
同
二
年
田
村
将
軍
云
建

　

俚
俗
伝
曰
　

明
神
ハ
石
ノ
精
ニ
シ
テ
美
男
ニ
ナ
ル
。
壺
子
ト
イ
ヘ
ル
女
ニ
逢

フ
。
津
保
ハ
父
母
モ
ナ
ク
独
住
ノ
女
也
。
或
夜
男
来
テ
暇
乞
也
ト
テ
落
涙
ニ
依

テ
壺
子
何
故
也
ト
問
ヘ
バ
、
我
ハ
石
ノ
精
ナ
リ
、
明
日
土
中
ヘ
埋
候
ベ
シ
、
タ

ト
ヘ
千
人
ニ
テ
引
ト
モ
動
ス
ニ
非
ズ
、
其
方
出
テ
引
出
ス
ハ
心
ノ
侭
ニ
引
ル
ベ

シ
ト
云
。

　

翌
日
大
勢
ニ
テ
彼
石
ヲ
引
ケ
ル
ニ
不
動
。
村
中
出
テ
引
供
猶
不
動
、
其
村
ニ

不
出
者
壺
子
許
也
、
村
ノ
者
ニ
壺
子
ヲ
呼
出
引
セ
ケ
ル
ニ
終
ニ
引
。
依
テ
壺
ノ

石
ト
謂
。

　

明
神
祝
殿
ノ
下
七
尺
許
掘
リ
右
ノ
石
ヲ
埋
ト
云
。

　

女
ノ
居
所
ヲ
壺
村
ト
云
。
此
村
天
満
館
ノ
小
名
也
。
千
引
明
神
ハ
野
辺
地
ト

七
戸
ノ
境
ナ
リ
、
千
曳
明
神
ハ
甲
地
村
ノ
内
ノ
小
名
ナ
リ
。

と
書
か
れ
て
い
る
。
話
が
整
い
す
ぎ
、
室
町
物
語
や
謡
曲
の
「
ご
当
地
」
と
し

て
脚
色
し
た
気
配
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
古
地
名
「
壺
村
」
が
古
く
か
ら
津
軽
の

「
つ
ぼ
」
な
ら
ば
「
つ
ぼ
の
石
ふ
み
の
故
地
で
は
」
と
注
意
さ
れ
て
い
た
上
で

の
脚
色
で
あ
ろ
う
。

こ
の
伝
説
は
盛
岡
藩
で
文
書
化
さ
れ
て
い
た
の
で
古
く
か
ら
知
ら
れ
、
民
俗
学

の
中
山
太
郎
『
日
本
民
俗
学
辞
典
』（
註
一
〇
）
で
も

　

チ
ビ
キ
イ
シ
（
千
引
石
）
　

陸
中
三
戸
郡
松
村
千
引
明
神
は
石
の
精
に
し
て

美
男
と
な
っ
て
壺
子
と
い
ふ
女
に
逢
ふ
。
此
女
石
を
引
き
し
に
軽
く
動
く
と
云

ふ
（
封
内
郷
村
誌
）。
按
に
千
曳
の
石
、
伊
勢
物
語
に
も
あ
る
。

と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

最
近
の
地
名
事
典
に
も
こ
の
伝
説
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
歌
枕
の
「
つ
ぼ

の
石
ふ
み
」
に
す
る
に
は
、
坂
上
田
村
麻
呂
の
活
躍
し
た
地
よ
り
北
過
ぎ
る
こ

と
、
明
治
に
千
曳
明
神
を
発
掘
調
査
し
て
み
た
が
碑
の
破
片
も
見
つ
か
ら
な

か
っ
た
事
。
い
ま
「
日
本
中
央
」
と
書
か
れ
た
石
碑
が
あ
る
が
、「
表
四
～
五
丈
」

も
あ
る
巨
石
で
は
な
い
こ
と
、
な
ど
か
ら
、
弘
仁
二
年
（
八
一
一
）
の
文
屋
綿

麻
呂
が
「
都
母
の
蝦
夷
を
討
っ
た
」
事
件
と
混
同
さ
れ
て
い
る
の
で
は
、
な
ど

と
追
記
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
『
袖
中
抄
』
の
時
代
に
都
人
に
記
憶
さ
れ
て
い
た
「
み
ち
の
く
の

つ
ぼ
の
石
ふ
み
」
は
幻
な
の
か
と
い
う
と
、
国
府
の
お
ひ
ざ
元
に
も
伝
説
と
石

と
が
あ
る
。
史
跡
多
賀
城
跡
の
、
多
賀
城
碑
の
西
北
に
字
「
志
引
」
と
い
う
地

名
が
あ
り
、
志
引
石
と
志
引
明
神
社
が
あ
っ
た
。『
宮
城
県
史
』
民
俗
編
や
『
多

賀
城
町
史
』
に
伝
説
と
説
明
が
あ
る
が
、
三
崎
一
夫
「
宮
城
県
の
石
の
民
俗
」

に
詳
細
な
紹
介
と
考
察
が
あ
っ
た
（
註
一
一
）。
そ
れ
に
よ
る
と
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昔
隣
村
（
現
仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
）
に
通
行
の
邪
魔
に
な
る
大
石
が
あ
り
、

村
人
が
大
勢
で
動
か
そ
う
と
引
い
た
が
動
か
な
い
、
一
人
の
娘
が
自
分
な
ら
動

か
せ
る
と
言
い
、
紫
の
タ
ス
キ
を
掛
け
鉢
巻
を
絞
め
て
投
げ
飛
ば
し
た
ら
巨
石

は
飛
ん
で
い
き
、
こ
こ
に
落
ち
た
。
元
は
千
引
石
と
言
い
、
後
に
改
め
て
志
引

石
と
い
う
。
娘
は
観
音
堂
に
祭
ら
れ
て
い
る
。

　

と
あ
っ
た
。
他
の
伝
承
記
録
で
は
娘
が
観
音
の
化
身
で
あ
っ
た
、
そ
の
た
め

当
地
で
は
紫
の
タ
ス
キ
と
鉢
巻
は
今
で
も
使
わ
な
い
、
な
ど
と
大
分
変
形
し
て

い
る
が
、
大
要
は
「
つ
ぼ
の
石
ふ
み
」
伝
説
と
同
じ
で
あ
る
。
多
賀
城
の
古
代

建
築
の
基
壇
化
粧
の
凝
灰
岩
が
岩
切
の
も
の
で
あ
る
と
か
、
礎
石
な
ど
石
材
の

産
地
だ
っ
た
関
係
で
こ
の
よ
う
な
話
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
伝
承
地
が
国
府

の
中
な
の
が
気
に
な
る
が
、「
つ
が
ろ
の
お
ち
」
で
も
な
く
「
大
き
さ
四
～
五
丈
」

も
な
い
、
「
伝
・
志
引
石
」
に
は
加
工
痕
が
あ
る
か
ら
礎
石
だ
っ
た
の
か
、
と

い
う
程
度
で
あ
る
。

　

終
わ
り
に
、「
多
賀
城
碑
は
壺
の
碑
な
り
」、
と
す
る
仙
台
藩
の
地
誌
『
奥
羽

観
跡
聞
老
誌
』（
註
一
二
）
を
読
む
と
、
多
賀
城
の
碑
は
長
年
草
に
埋
も
れ
て

い
た
の
を
水
戸
光
圀
の
下
問
に
対
し
伊
達
綱
村
が
儒
臣
田
邊
氏
に
作
成
さ
せ
た

双
鉤
本
を
贈
り
、
全
国
に
知
ら
れ
た
、
と
し
て
「
壺
の
碑
」
の
歌
を
並
べ
て
い

る
。
上
に
掲
げ
た
考
証
を
参
考
に
し
つ
つ
こ
れ
ら
の
和
歌
を
読
む
と
ま
た
問
題

が
出
て
く
る
の
で
あ
る
が
…
…
。
な
お
文
字
は
『
聞
老
誌
』
に
従
っ
た
。

新
古
今
　

前
右
大
将
頼
朝

　

 

み
ち
の
く
の
い
は
て
し
の
ふ
は
え
そ
し
ら
ぬ
　

か
き
つ
く
し
て
よ
壺
の
い
し

ふ
み

同
　
　
　
　

仲
　

實

　

 

い
し
ふ
み
や
け
ふ
の
せ
ば
ぬ
の
は
つ
は
つ
に
　

あ
ひ
み
て
も
な
ほ
あ
か
ぬ
君

か
な

同
　
　
　
　

顕
　

昭

　

 

お
も
ひ
こ
そ
千
島
の
お
く
を
へ
た
て
ね
と
　

え
そ
か
よ
は
さ
ぬ
壺
の
石
ふ
み

良
玉
　
　
　

懐
円
法
師

　

 

日
か
す
へ
て
か
く
ふ
り
つ
も
る
雪
な
れ
は
　

つ
ほ
の
石
ふ
み
あ
と
や
な
か
ら

ん
山
家
集
　
　

西
行
法
師

　

 

み
ち
の
く
は
お
く
ゆ
か
し
く
そ
お
も
は
る
る
　

つ
ほ
の
石
ふ
み
そ
の
と
の
浜

か
せ

拾
玉
　
　
　

慈
　

円

　

 

み
ち
の
く
の
つ
ぼ
の
石
文
ゆ
き
て
み
む
　

そ
れ
に
も
か
か
し
た
た
ま
と
へ
と

は

　

 

お
も
ふ
こ
と
い
な
み
ち
の
く
の
え
そ
い
は
ぬ
　

壺
の
石
文
書
つ
く
さ
ね
ば

夫
木
　
　
　

清
輔
朝
臣

　

碑
や
つ
が
ろ
の
を
ち
に
あ
り
と
き
く
　

え
そ
よ
の
な
か
を
思
は
な
れ
ぬ

同
　
　
　
　

寂
　

蓮

　

陸
奥
の
つ
ぼ
の
石
ふ
み
あ
り
と
き
く
　

い
つ
れ
か
恋
の
さ
か
ひ
な
る
ら
ん

　

幕
末
の
仙
台
藩
の
国
学
者
保
田
光
則
は
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』（
註
一
三
）
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千
引
石
と
登
天
石
　
　

忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
石
の
伝
承
に
つ
い
て
　
　

の
歌
枕
の
章
で
壺
碑
は
多
賀
城
の
碑
で
あ
る
と
し
、
碑
の
章
で
多
賀
城
の
碑
を

解
説
し
、
南
部
七
戸
野
辺
地
の
間
に
壺
村
石
文
村
に
あ
っ
た
が
埋
め
て
今
は
な

い
、
と
言
う
説
も
「
う
け
ら
れ
ず
」
と
一
蹴
し
て
い
る
。

　

実
物
が
不
明
な
の
に
膨
大
な
資
料
が
あ
る
「
つ
ぼ
の
石
ふ
み
」
で
あ
る
が
、

歌
学
書
の
伝
え
る
「
陸
奥
国
の
津
軽
に
あ
り
、
大
き
さ
四
～
五
丈
。
坂
上
田
村

麻
呂
が
弓
筈
で
『
日
本
中
央
』
と
刻
ん
だ
」
と
さ
れ
る
石
、
後
世
の
伝
説
で
は

「
千
引
の
石
」
は
不
明
な
ま
ま
で
各
地
に
伝
説
だ
け
を
残
す
石
と
な
っ
て
い
る
。

都
の
歌
人
た
ち
と
幻
の
み
ち
の
く
の
歌
枕
は
石
の
伝
説
の
好
例
と
し
て
取
り
上

げ
た
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
こ
の
石
が
あ
ま
り
に
も
正
体
不
明
な
の
で
、
「
石
ふ
み
」
は
「
碑
」
で

は
な
い
、「
石
踏
」
で
「
つ
ぼ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
踏
石
の
事
で
は
と

い
う
説
も
あ
る
（
註
一
四
）。
和
歌
で
は
そ
れ
に
書
か
れ
た
碑
文
が
問
題
に
な
っ

て
い
る
の
で
そ
れ
は
無
い
と
思
う
が
。

（
註
六
）『
袖
中
抄
』
　

河
村
晃
生
校
注
『
歌
論
歌
学
集
成
』
第
四
巻
　

三
好
平
書
店
　

平

成
十
二
年
　

所
収

（
註
七
）
荻
原
恭
男
校
注
『
芭
蕉
　

奥
の
ほ
そ
道
』
岩
波
文
庫
　

一
九
七
九

（
註
八
）
古
川
古
松
軒
・
大
藤
時
彦
解
説
『
東
遊
雑
記
　

奥
羽
・
松
前
巡
検
私
記
』
平
凡

社
東
洋
文
庫
二
七
　

昭
和
三
九
年

（
註
九
）
大
巻
秀
詮
『
御
邦
内
郷
村
誌
』
明
和
～
寛
政
ご
ろ
、
岩
手
県
立
図
書
館
電
子
資

料

（
註
一
〇
）
中
山
太
郎
『
増
補
日
本
民
俗
学
辞
典
』
初
版
昭
和
八
年
、
パ
ル
ト
ス
社
復
刻

版
平
成
十
年
に
よ
る

（
註
一
一
）
三
崎
一
夫
「
宮
城
県
の
石
の
民
俗
」
　

堀
川
豊
弘
編
『
北
海
道
・
東
北
地
方

の
石
の
民
俗
』
明
幻
社
　

昭
和
六
二
年
　

所
収

（
註
一
二
）『
奥
羽
観
跡
聞
老
誌
』
上
　

享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
仙
台
叢
書
　

昭
和
三
年

　
　
　
　

本
書
で
は
多
賀
城
の
碑
は
発
掘
さ
れ
た
の
で
は
な
く
草
に
埋
も
れ
て
い
た
の

を
、
双
鉤
（
文
字
の
輪
郭
を
線
で
写
す
）
で
碑
文
を
紙
に
書
き
写
し
た
と
あ
る
。

（
註
一
三
）
保
田
光
則
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
　

歴
史
図
書
社

復
刻
　

昭
和
五
五
年

（
註
一
四
）
「
つ
ぼ
の
い
し
ぶ
み
」
『
角
川
古
語
大
事
典
』
第
四
巻
に
こ
の
説
の
概
要
を
紹

介
し
て
い
る
。

四
．
登
天
石
と
渡
天
石

　

次
は
実
在
す
る
「
尋
常
な
ら
ざ
る
石
」
と
し
て
「
登
天
石
」
を
取
り
上
げ
て

考
察
す
る
。
神
社
の
神
域
、
寺
院
の
境
内
な
ど
か
ら
街
道
添
い
の
休
み
場
、
村

落
の
道
の
辻
な
ど
に
、
普
通
の
石
よ
り
大
き
め
で
、
時
と
し
て
は
異
形
の
石
が

柵
を
め
ぐ
ら
し
祭
壇
を
し
つ
ら
え
る
な
ど
し
て
祭
ら
れ
て
い
る
も
の
の
一
つ
で

あ
る
。
こ
の
石
に
は
大
場
博
士
の
言
う
「
影
向
石
・
手
形
石
・
馬
蹄
石
・
疣

石
・
要
石
・
鏡
石
・
腰
掛
石
…
等
」
が
多
く
、
京
都
市
内
に
も
「
源
義
経
背
比

べ
石
」、「
弁
慶
石
」、「
弁
慶
腰
掛
石
」
な
ど
が
あ
り
、
最
近
気
が
付
い
た
処
で

は
祇
園
山
鉾
の
「
行
者
山
」
の
会
所
に
「
役
行
者
腰
掛
石
」
が
あ
っ
た
。
そ
れ

ら
の
石
の
中
に
『
京
羽
二
重
織
留
』（
註
一
五
）
の
「
名
石
」
の
章
に

　

登
天
石
　

大
沢
の
東
　

広
沢
の
西
山
の
上
に
あ
り
。
遍
昭
寺
開
祖
寛
朝
上
人

こ
こ
よ
り
登
天
す
と
い
ふ
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又
『
菟
芸
泥
卦
（
つ
ぎ
ね
ふ
）』（
註
一
六
）
に

児
宮
　

広
沢
の
池
の
ほ
と
り
西
の
岸
辺
の
傍
の
内
に
あ
り
。

　

そ
の
北
な
る
山
で
登
天
山
と
云
所
に
伝
る
は
広
沢
の
僧
正
、
一
日
登
天
し
給

へ
る
地
な
り
。
そ
の
時
寵
愛
の
童
衣
の
袖
に
す
が
っ
て
と
も
に
上
り
し
が
半
よ

り
落
ち
て
う
せ
ぬ
。
広
沢
の
上
の
山
に
登
天
石
有
。
寛
朝
登
天
の
事
、
伝
に
不

見
。

と
あ
る
。

　

寛
朝
（
九
一
六
～
九
九
八
）
は
宇
多
法
王
の
皇
孫
で
、
平
将
門
の
乱
を
法
力

で
鎮
め
、
千
葉
県
成
田
山
新
勝
寺
、
通
称
成
田
不
動
を
開
く
な
ど
で
知
ら
れ
、

こ
の
地
に
今
も
残
る
遍
昭
寺
の
開
山
で
、
真
言
宗
広
沢
流
の
伝
承
者
で
も
あ

る
。
現
在
の
寺
は
移
転
再
建
の
も
の
で
往
時
は
広
沢
池
の
ほ
と
り
に
大
伽
藍
が

あ
っ
た
。
池
の
南
西
、
府
道
二
九
号
線
に
接
し
て
「
児
（
ち
ご
）
神
社
」
が
あ

り
、
寛
朝
大
僧
正
に
仕
え
た
稚
児
が
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
の
僧
正
遷
化
の
の

ち
悲
し
み
の
あ
ま
り
池
に
投
身
し
た
霊
を
ま
つ
る
と
由
緒
書
が
あ
る
。
と
こ
ろ

が
現
在
の
説
明
板
に
は
僧
正
は
「
登
天
の
松
よ
り
竜
と
化
し
て
天
に
上
が
っ

た
」
と
さ
れ
て
お
り
、
登
天
石
は
出
て
こ
な
い
。
近
世
の
伝
説
も
石
も
失
わ
れ

て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

『
扶
桑
京
華
誌
』（
註
一
七
）
の
名
石
の
解
説
に
は
広
沢
池
の
北
の
山
上
に

「
寛
朝
登
天
石
」
そ
の
傍
ら
に
「
児
石
」
が
あ
り
、
寛
朝
は
こ
の
石
か
ら
登
天

し
た
。
昔
は
雨
風
の
夜
声
明
（
寛
朝
は
声
明
の
達
人
で
も
あ
っ
た
）
が
聞
こ
え

る
こ
と
が
あ
っ
た
と
あ
り
、
そ
の
座
禅
石
は
「
登
天
の
松
」
に
覆
わ
れ
て
い
る

と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
『
都
名
所
図
会
』（
註
一
八
）
の
広
沢
池
の
記
事
に

は
こ
の
山
を
遍
昭
山
と
い
い
登
天
の
松
あ
り
、
寛
朝
が
そ
の
梢
よ
り
登
天
し
た

と
伝
え
る
、
と
あ
る
。
石
が
松
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
も
古
い
こ
ろ
の
よ
う

で
あ
る
。

　

そ
の
神
社
の
参
道
脇
に
、
背
も
た
れ
の
あ
る
椅
子
の
よ
う
な
形
の
自
然
石
が

置
か
れ
、
柵
を
回
し
て
「
児
椅
子
石
。
寛
朝
僧
正
が
池
の
畔
で
座
禅
を
さ
れ
た

時
に
稚
児
が
座
っ
て
い
た
石
」
で
あ
る
と
説
明
板
が
あ
る
。【
図
版
二
、
三
】

　

寛
朝
僧
正
登
天
石
が
埋
も
れ
、
児
石
が
い
つ
の
頃
か
山
上
か
ら
こ
こ
に
運
ば

れ
て
児
椅
子
石
と
い
う
こ
と
に
さ
れ
た
の
で
は
？
と
も
考
え
た
く
な
る
よ
う
な

奇
妙
な
形
の
石
で
あ
る
。

　

「
背
も
た
れ
の
つ
い
た
椅
子
」
の
形
の
大
き
め
の
石
は
座
り
や
す
い
形
の
た

【図版二】大沢池　児椅子石

25



千
引
石
と
登
天
石
　
　

忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
石
の
伝
承
に
つ
い
て
　
　

め
か
「
腰
掛
石
」
と
し
て
、
神
や
英
雄
、
高
僧
の
腰
か
け
て
休
ん
だ
石
と
さ
れ

て
い
る
事
が
多
い
。
こ
れ
も
故
加
藤
孝
教
授
か
ら
「
南
太
平
洋
の
島
々
に
あ
る

『
マ
ラ
エ
』
と
い
う
石
造
の
聖
檀
の
上
に
神
の
座
と
し
て
宴
席
の
座
椅
子
の
よ

う
な
背
も
た
れ
の
あ
る
石
が
あ
る
。
日
本
の
椅
子
型
の
『
腰
掛
石
』
と
関
係
あ

る
の
で
は
」
と
お
教
え
い
た
だ
い
た
記
憶
が
あ
る
。

　

さ
て
、
京
都
叢
書
に
は
も
う
一
つ
「
登
天
石
」
が
あ
り
、『
都
花
月
名
所
』（
註

一
九
）
に

登
天
石
　

比
叡
山
東
塔
　

遺
教
坊
の
門
前
に
あ
り
。
こ
れ
法
性
坊
の
旧
跡
也
。

　

ま
た
『
都
名
所
図
会
』（
註
一
八
文
献
）
巻
之
三
の
比
叡
山
延
暦
寺
の
章
に

登
天
石
　

【
東
塔
の
南
谷
遺
教
坊
の
門
前
に
あ
り
。
こ
の
ほ
と
り
に
法
性
坊
尊

意
僧
正
の
旧
跡
あ
り
。
菅
神
こ
の
石
を
踏
ん
で
登
天
し
た
ま
ふ
と
い
ふ
】

　

と
、
比
叡
山
延
暦
寺
に
菅
神
、
す
な
わ
ち
菅
原
道
真
の
登
天
し
た
石
が
あ
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

法
性
坊
尊
意
僧
正
と
は
『
北
野
天
神
縁
起
』
な
ど
に
も
登
場
す
る
天
台
座
主

に
も
な
っ
た
高
僧
で
、
菅
原
道
真
の
師
と
さ
れ
る
。
大
宰
府
で
没
し
た
道
真
が

怨
霊
と
な
っ
て
尊
意
の
坊
に
現
れ
、
「
こ
れ
か
ら
雷
神
と
な
っ
て
都
を
荒
ら
す

が
、
汝
の
法
力
で
止
め
て
く
れ
る
な
」
と
依
頼
、
尊
意
が
「
勅
使
が
三
回
来
れ

ば
従
う
」
と
答
え
た
の
で
激
怒
し
、
口
か
ら
火
を
吐
い
て
去
っ
た
。
火
炎
は
尊

意
の
法
力
で
消
え
た
。
都
を
荒
ら
す
雷
神
に
三
回
の
勅
使
来
訪
を
う
け
た
尊
意

は
鴨
川
の
濁
流
を
左
右
に
開
い
て
牛
車
で
渡
河
し
、
御
所
に
参
内
し
て
修
法
を

行
い
、
た
ち
ま
ち
に
雷
神
を
鎮
め
た
…
…
。
と
い
う
の
が
北
野
天
神
の
伝
説
で

あ
る
。

　

江
戸
時
代
の
文
献
で
あ
る
か
ら
登
天
石
は
こ
の
時
代
ま
で
伝
わ
っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
現
在
の
比
叡
山
延
暦
寺
の
東
塔
に
は
天
神
の
登
天
石
と

い
う
の
は
な
く
、
大
講
堂
へ
の
登
り
道
の
脇
に
「
登
天
天
満
宮
」
の
社
が
あ
る

の
み
で
あ
る
。【
図
版
四
】
こ
の
付
近
は
風
化
花
崗
岩
で
、
や
や
離
れ
た
山
頂

付
近
に
は
「
将
門
岩
」
と
い
う
変
成
岩
の
大
き
な
露
頭
が
あ
る
が
、
登
天
石
と

考
え
ら
え
る
石
は
現
在
の
登
天
天
満
宮
の
社
の
周
辺
に
は
な
い
。

　

登
天
天
満
宮
の
延
暦
寺
に
よ
る
説
明
板
に
は
、
尊
意
僧
正
が
荒
れ
狂
う
道
真

の
怨
霊
を
説
得
し
、
そ
れ
に
応
じ
た
道
真
は
十
一
面
観
音
と
化
し
て
登
天
し

た
、
と
書
か
れ
て
い
る
。
北
野
天
神
の
本
地
仏
は
十
一
面
観
音
で
あ
る
。

【図版三】大沢池　児神社
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天
神
登
天
石
は
京
都
市
内
に
も
あ
る
。
天
神
信
仰
が
広
ま
る
に
つ
れ
北
野
天

満
宮
の
他
に
も
菅
原
院
天
満
宮
、
菅
大
臣
神
社
、
文
子
天
満
宮
な
ど
、
主
要
な

も
の
だ
け
で
二
十
五
の
天
神
社
が
あ
り
、
二
十
五
社
巡
り
が
江
戸
時
代
に
あ
っ

た
。
本
来
「
天
神
社
」
は
雷
神
な
ど
荒
ぶ
る
天
の
神
を
ま
つ
る
神
社
で
菅
原
道

真
以
前
か
ら
あ
り
、
京
都
に
も
「
藁
天
神
敷
地
神
社
」「
五
条
天
神
」
な
ど
北

野
天
神
以
前
の
天
神
社
が
あ
る
。
菅
原
道
真
は
そ
れ
に
列
す
る
「
大
政
威
徳
天

天
満
大
自
在
天
神
」
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
地
方
で
は
そ
れ
ら

も
混
同
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

京
都
の
天
満
宮
の
一
つ
に
上
京
区
堀
川
通
寺
町
の
「
水
火
天
満
宮
」
が
あ
る
。

江
戸
時
代
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
撰
述
の
社
伝
に
よ
る
と
、
尊
意
僧
正
が
三

度
目
の
勅
使
の
来
訪
を
受
け
、
参
内
の
た
め
に
濁
流
の
鴨
川
を
渡
る
時
、
川
端

の
石
の
上
に
道
真
が
出
現
し
、
「
師
資
（
先
生
＝
尊
意
は
道
真
の
師
と
伝
え
る
）

の
契
約
な
か
り
せ
ば
い
か
で
か
通
す
ま
じ
き
を
」
と
言
っ
て
登
天
し
た
。
勅
に

よ
り
尊
意
の
京
屋
敷
の
あ
っ
た
西
陣
一
条
下
り
松
に
道
真
を
祭
る
社
を
建
て
た

の
が
当
社
の
始
ま
り
で
あ
る
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
創
建
は
延
長
元
年
（
九
二

六
）
で
北
野
天
満
宮
の
創
建
（
永
延
元
年
・
九
八
七
）
よ
り
古
く
、
日
本
最
初

の
天
満
宮
で
あ
る
と
言
う
（
註
二
〇
）。

　

そ
の
「
鴨
川
の
川
端
の
石
」
が
移
転
と
再
建
を
く
り
か
え
し
た
現
在
の
水
火

天
満
宮
の
社
殿
の
手
前
に
「
天
満
宮
御
臨
降
　

登
天
石
」
と
し
て
祭
ら
れ
て
い

る
。
石
柵
を
巡
ら
し
石
垣
の
上
に
黒
い
大
き
な
石
と
褐
色
の
石
が
重
ね
ら
れ
て

い
る
。
天
神
出
現
伝
説
が
江
戸
時
代
に
す
で
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
比
叡
山
東

塔
の
登
天
石
を
移
し
た
物
で
は
な
く
、
当
社
に
昔
か
ら
祭
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。【
図
版
五
、
六
】

　

全
国
に
天
満
宮
は
多
数
あ
り
、
天
神
の
画
像
・
彫
刻
も
「
綱
敷
天
神
図
」「
渡

唐
天
神
図
」
な
ど
異
制
の
も
の
も
多
数
あ
る
が
岩
の
上
に
立
つ
天
神
像
は
ま
だ

見
た
記
憶
は
な
い
、
た
だ
天
神
の
本
地
仏
の
十
一
面
観
音
に
は
蓮
台
で
な
く
岩

座
上
に
立
つ
も
の
が
あ
る
、
代
表
的
な
例
は
長
谷
寺
十
一
面
観
音
で
、
多
く
が

岩
座
に
立
ち
、
登
山
用
具
な
の
か
錫
杖
を
右
手
に
持
っ
て
い
る
。

登
天
石
の
他
に
一
例
だ
け
「
渡
天
石
」
が
あ
る
、『
都
林
泉
名
所
図
会
』（
註

二
一
）
の
北
山
鹿
苑
寺
（
金
閣
寺
）
の
章
で

（
鹿
苑
寺
石
不
動
）
前
に
渡
天
石
、
独
鈷
水
あ
り
。

【図版四】延暦寺東塔　登天天満宮
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千
引
石
と
登
天
石
　
　

忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
石
の
伝
承
に
つ
い
て
　
　

と
記
さ
れ
、
他
に
も
『
山
城
名
跡
巡
行
記
』（
註
二
二
）
な
ど
に

　

渡
天
石
　

在
堂
南

な
ど
と
あ
る
。

　

現
在
で
も
「
世
界
遺
産
金
閣
寺
（
鹿
苑
寺
）」
参
拝
の
帰
路
ぞ
い
に
不
動
堂

が
あ
り
、
そ
の
前
に
「
独
鈷
水
」
「
渡
天
石
」
の
石
標
の
建
て
ら
れ
た
石
の
井

戸
と
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
石
が
あ
る
が
、
何
者
が
渡
天
し
た
の
か
は
説
明

板
も
な
く
文
献
に
記
載
も
無
い
。
こ
の
不
動
は
石
不
動
と
い
い
、
不
動
明
王
も

岩
座
に
乗
っ
て
い
る
の
だ
が
。【
図
版
七
】

　

京
都
の
石
の
伝
説
に
詳
し
い
井
上
頼
寿
『
改
訂
京
都
民
俗
志
』（
註
二
三
）

に
は
「
空
海
登
天
石
」
と
さ
れ
て
い
る
。
高
野
山
に
伝
わ
る
弘
法
大
師
空
海
の

【図版五】京都市上京区　水火天満宮

　登天石　　　　 　

【図版六】京都市上京区　水火天満宮

【図版七】京都市北区　鹿苑寺不動堂

　渡天石　　 　　　
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東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　

第
四
十
九
号
　

二
〇
一
七
年
十
二
月

伝
説
の
中
に
「
大
師
は
唐
に
留
学
中
、
謎
の
童
子
に
導
か
れ
て
空
路
（
？
）
天

竺
を
訪
れ
た
」
と
い
う
「
弘
法
大
師
渡
天
伝
説
」
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
意
識
し

て
の
説
明
で
あ
ろ
う
か
。
ま
だ
出
典
は
不
明
で
あ
る
。

　

街
道
沿
い
の
名
所
か
ら
村
の
小
道
の
路
傍
、
神
社
の
神
域
、
寺
院
の
境
内
の

伝
説
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
石
が
あ
る
が
、
一
般
の
民
俗
学
の
研
究
文
献
に
ほ
と

ん
ど
見
え
な
い
謎
の
伝
承
石
と
し
て
こ
の
石
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
水
火
天
満
宮
に
は
登
天
石
と
並
ん
で
「
出
世
石
」
と
い
う
や
は
り
大
き

め
の
石
が
柵
を
回
し
注
連
縄
を
張
っ
て
祭
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
類
の
石
の
信
仰

が
広
い
も
の
で
あ
る
と
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
う
い
え
ば
最
近
各
地
の
神
社
に
礫

岩
、
そ
れ
も
角
礫
岩
が
「
国
歌
『
君
が
代
』
に
記
さ
れ
た
『
さ
ざ
れ
石
の
巌
と
』

な
っ
た
巌
で
あ
る
」
旨
の
解
説
板
を
つ
け
て
飾
ら
れ
る
例
が
多
い
が
、
こ
れ
も

こ
の
流
れ
に
関
連
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
註
一
五
）『
京
羽
二
重
織
留
』
新
修
京
都
叢
書
　

第
二
巻
、
新
修
京
都
叢
書
刊
行
会
　

昭

和
四
四
年

（
註
一
六
）『
菟
芸
泥
卦
』
新
修
京
都
叢
書
　

第
十
二
巻
、
新
修
京
都
叢
書
刊
行
会
　

昭
和

四
六
年

（
註
一
七
）『
扶
桑
京
華
誌
』
新
修
京
都
叢
書
　

第
二
十
二
巻
、
新
修
京
都
叢
書
刊
行
会
　

昭
和
四
七
年

（
註
一
八
）『
都
名
所
図
会
』
新
修
京
都
叢
書
　

第
六
巻
、
新
修
京
都
叢
書
刊
行
会
　

昭
和

四
二
年

（
註
一
九
）『
都
花
月
名
所
』
新
修
京
都
叢
書
　

第
五
巻
、
新
修
京
都
叢
書
刊
行
会
　

昭
和

四
三
年

（
註
二
〇
）
水
火
天
満
宮
宮
司
孝
學
暁
氏
ご
教
示

（
註
二
一
）『
都
林
泉
名
所
図
会
』
新
修
京
都
叢
書
　

第
九
巻
、
新
修
京
都
叢
書
刊
行
会
　

昭
和
四
三
年

（
註
二
二
）『
山
城
名
跡
巡
行
記
』
新
修
京
都
叢
書
　

第
二
十
二
巻
、
新
修
京
都
叢
書
刊
行

会
　

昭
和
四
七
年

（
註
二
三
）
井
上
頼
寿
『
改
訂
京
都
民
俗
志
』
平
凡
社
東
洋
文
庫
一
二
九
　

昭
和
四
八
年

（
初
版
は
昭
和
八
年
）

五
．
忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
自
然
石
に
ま
つ
わ
る
伝
説

　

以
上
、
社
会
の
変
化
や
信
仰
の
移
り
変
わ
り
に
よ
り
消
え
つ
つ
あ
る
石
の
伝

説
を
二
つ
取
り
上
げ
て
資
料
を
ま
と
め
て
見
た
。

　

み
ち
の
く
の
歌
枕
と
し
て
多
く
の
和
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
「
つ
ぼ
の
石
ふ

み
」
は
文
献
の
記
載
は
多
い
が
実
物
は
残
っ
て
い
な
い
例
で
あ
る
。
こ
れ
が
中

世
に
は
神
話
の
「
千
引
（
曳
）
石
」
と
結
び
つ
い
て
巨
石
を
神
の
助
力
で
動
か

す
話
と
な
り
、
地
方
の
民
話
に
も
と
り
こ
ま
れ
た
。
多
賀
城
の
碑
が
「
つ
ぼ
の

石
ふ
み
」
か
否
か
の
論
争
の
渦
中
に
あ
っ
た
宮
城
県
の
多
賀
城
跡
に
も
伝
わ
っ

て
い
る
の
が
興
味
深
い
。

　

様
々
な
事
項
を
後
世
に
伝
え
る
の
が
目
的
の
「
碑
」

に
対
し
て
伝
説
は
伝
承
が
終
わ
れ
ば
消
え
て
し
ま
う
。「
つ
ぼ
の
石
ふ
み
」
と

「
千
引
の
石
」
は
関
係
あ
る
話
だ
と
注
意
し
て
各
地
に
残
る
巨
石
伝
説
を
再
調

査
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
「
登
天
石
」
と
い
う
不
思
議
な
名
前
の
石
が
あ
り
、
高
僧
や
怨
霊
が
こ

の
石
か
ら
登
天
し
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
事
を
紹
介
し
た
。
嵯
峨
野
広
沢
池
畔
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千
引
石
と
登
天
石
　
　

忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
石
の
伝
承
に
つ
い
て
　
　

と
比
叡
山
東
塔
の
「
登
天
石
」
は
記
録
を
残
し
な
が
ら
失
わ
れ
、
鹿
苑
寺
不
動

堂
の
「
渡
天
石
」
は
名
札
の
つ
い
た
実
物
が
残
る
が
伝
承
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
。

幸
い
に
し
て
水
火
天
満
宮
で
実
物
・
伝
承
が
揃
っ
た
例
を
知
る
こ
と
が
で
き

た
。
た
だ
し
何
分
に
も
複
雑
な
天
神
信
仰
の
歴
史
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
る
の
か
は
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
る
が
、
北
野
天
神
の
本
地
仏
十
一
面
観

音
の
岩
座
と
関
係
が
あ
り
そ
う
だ
と
考
え
て
い
る
。

六
．
お
わ
り
に

　

思
い
が
け
ず
京
都
で
十
年
以
上
を
過
ご
し
、
そ
の
間
に
「
都
に
住
む
み
ち
の

く
の
者
」
と
い
う
視
点
か
ら
両
者
の
か
か
わ
り
を
示
す
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
事

件
、
人
物
な
ど
を
調
べ
て
み
た
。
歌
枕
の
「
つ
ぼ
の
石
ふ
み
」
だ
け
は
実
物
も

不
明
、
伝
承
も
多
岐
に
わ
た
り
手
を
付
け
か
ね
て
い
た
が
、
水
火
天
満
宮
の
登

天
石
の
資
料
を
検
索
中
に
偶
然
室
町
物
語
に
「
つ
ぼ
の
石
ふ
み
は
千
引
の
石
」

と
い
う
物
語
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
新
し
い
視
点
か
ら
の
検
索
を
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
折
角
な
の
で
未
知
の
資
料
で
あ
る
「
登
天
石
」
に
つ
い
て
も
後
半
で

取
り
上
げ
て
み
た
。
や
や
大
き
い
程
度
の
普
通
の
石
が
伝
説
に
よ
っ
て
信
仰
の

対
象
に
な
っ
た
例
で
あ
る
。
こ
れ
も
従
来
の
考
古
学
、
民
俗
学
、
あ
る
い
は
国

文
学
の
世
界
で
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
分
野
で
あ
る
。

　

誰
も
知
ら
な
い
分
野
で
あ
る
が
、
今
回
も
多
く
の
方
々
か
ら
ご
指
導
助
言
を

い
た
だ
い
た
。
末
尾
で
あ
る
が
記
し
て
深
謝
を
申
し
上
げ
る
。

 

（
平
成
二
九
年
八
月
一
〇
日
）
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